
こ
ん
に
ち
は
、
只
今
、
石
井
修
道
先
生
の
ご
鄭
重
な
る
紹
介
に
預
か

り
ま
し
た
竹
貫
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
ご
発
表
を
拝
聴
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
精
緻
を
き
わ
め
る
真
摯
な
ご
研
究
に
敬
服
致
し
、
ま

た
研
究
者
の
層
が
厚
い
こ
と
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
用
意
し
て
ま

い
り
ま
し
た
講
演
内
容
が
概
観
的
で
、
恥
ず
か
し
く
思
い
な
が
ら
で
す

が
、
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

今
も
話
に
出
て
お
り
ま
し
た
が
、
日
本
の
禅
宗
は
五
山
と
林
下
に
分

け
て
把
握
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
と
臨
済
宗
の
大
徳
寺
・
妙
心
寺
は
、

林
下
の
範
疇
で
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
大
徳
寺
な
ん
か
は
五
山

に
位
置
付
け
ら
れ
た
り
、
十
刹
に
な
っ
た
り
し
て
、
後
に
官
刹
か
ら
外

さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
妙
心
寺
の
方
は
、
官
刹
に
な
っ
た

こ
と
は
一
度
も
な
く
、
文
字
通
り
の
林
下
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
大
徳
寺
や
妙
心
寺
に
は
、
五
山
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、

「
山
隣
派
」
と
称
す
る
語
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
林
下
と
す
る
よ

り
も
、
そ
の
山
隣
派
を
用
語
に
す
る
の
が
至
当
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
現
在
の
臨
済
宗
と
い
う
の
は
十
五
本
山
で
、
十

五
派
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
法
系
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い

き
ま
す
と
白
隠
慧
鶴
（
神
機
独
妙
禅
師
・
正
宗
国
師
）
に
い
き
つ
き
ま

す
。
江
戸
時
代
の
中
頃
に
は
臨
済
宗
の
諸
派
は
殆
ど
絶
法
し
て
お
り
ま

し
て
、
法
系
が
残
っ
て
い
た
の
は
、
白
隠
を
遡
る
関
山
慧
玄
、
宗
峰
妙

超
（
大
燈
国
師
）、
南
浦
紹
明(

大
応
国
師)

の
一
系
統
で
す
。
こ
の
系

統
が
今
日
唯
一
の
臨
済
宗
の
法
系
な
の
で
す
。
そ
れ
で
大
応
の
「
応
」

と
大
燈
の
「
燈
」
と
関
山
慧
玄
の
「
関
」
を
と
っ
て
、「
応
・
燈
・
関
」

と
い
う
言
い
方
を
し
て
、
応
燈
関
一
流
、
あ
る
い
は
応
燈
関
門
流
と
い

っ
て
、
今
日
の
臨
済
宗
は
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
応
燈
関
」
に
対
し
、
大
徳
寺
に
は
「
応
燈
徹
」
と
い
う
考
え

か
た
が
あ
り
ま
す
。
大
徳
寺
第
一
世
徹
翁
義
亨
と
い
う
人
が
お
り
ま
し

て
、
大
燈
禅
の
正
系
は
「
応
燈
徹
」
で
は
な
い
か
と
い
う
説
で
す
。
沢

庵
宗
彭
（
一
五
七
三
〜
一
六
四
五
）
後
に
絶
法
し
ま
す
の
で
、
そ
の
後

は
や
は
り
応
燈
関
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
応
燈
関
、
応
燈
徹
の
「
燈
」
で
あ
る
大
燈
国
師
、
宗
峰
妙
超
が

今
日
の
課
題
で
す
。

一

駒
澤
大
學
佛

學
部
論
集
第
三
十
九
號
　

成
二
十
年
十
月

公
開
講
演宗

峰
妙
超
の
諸
相

竹
　
　
貫
　
　
元
　
　
勝



宗
峰
妙
超
の
諸
相
（
竹
貫
）

二

一
、
宗
峰
妙
超
像

宗
峰
妙
超
（
一
二
八
二
〜
一
三
三
七
）
は
、
紫
野
の
大
徳
寺
の
開
山

で
す
。
大
徳
寺
と
い
え
ば
茶
の
湯
で
知
ら
れ
、「
大
徳
寺
の
茶
面
」
と

も
称
さ
れ
ま
す
が
、
茶
の
湯
の
世
界
で
は
、
宗
峰
妙
超
の
名
称
よ
り
も

大
燈
国
師
の
方
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
山
隣
派
系
の

禅
僧
は
、
五
山
僧
に
比
べ
る
と
知
名
度
は
低
い
よ
う
で
す
。

今
日
の
話
は
、
宗
峰
妙
超
の
諸
相
と
い
う
題
を
出
し
て
い
ま
す
が
、

宗
峰
妙
超
と
い
う
人
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
禅

僧
な
の
か
、
大
雑
把
に
話
を
し
て
お
き
ま
す
と
、
宗
峰
妙
超
と
い
う
人

は
、
修
禅
専
一
の
大
燈
禅
を
か
か
げ
、
学
徒
を
厳
し
く
指
導
し
た
禅
僧

だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
非
常
に
清
貧
に
甘
ん
じ
た
生
活
を

さ
れ
て
、
名
利
に
走
ら
ず
、
寺
院
経
営
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
。
そ
う

い
う
禅
僧
が
宗
峰
妙
超
だ
と
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、「
そ
れ
で
い
い
の
か
」、
本
当
に
宗
峰
妙
超
と
い
う
人
は
、
寺

院
経
営
に
無
関
心
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
寺
院
経
済
に
関
わ
る
寺
領

庄
園
に
関
知
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
宗
峰
妙
超
に
つ
い

て
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
事
柄
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
し

ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
宗
峰
妙
超
を
如
何
に
日
本
史
の
俎
上
に
お
い
て
紐

解
く
か
を
考
え
、
ま
た
そ
の
史
的
位
置
づ
け
を
試
み
よ
う
と
す
る
と
き
、

研
究
史
を
追
っ
て
い
く
な
か
で
懐
く
素
朴
な
疑
問
点
な
の
で
す
。

宗
峰
妙
超
は
「
示
衆
法
語
」
に
、「
汝
ら
諸
人
、
此
の
山
中
に
あ
っ

て
、
道
の
為
に
頭
を
聚
む
、
衣
食
の
為
に
す
る
こ
と
莫
か
れ
。
肩
有
っ

て
衣
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
口
有
っ
て
喫
わ
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
只

だ
須
く
十
二
時
中
、
無
理
会
の
処
に
向
か
っ
て
、
窮
め
来
り
究
め
去
る

べ
し
、
光
陰
箭
の
如
し
、
慎
し
ん
で
雑
用
心
す
る
こ
と
勿
か
れ
」
と
い

い
ま
す
。

ま
た
、
遺
誡
法
語
に
「
老
僧
行
脚
の
後
、
或
は
寺
門
繁
興
し
、
仏
閣

経
巻
に
金
銀
を
鏤
め
、
多
衆
閙
熱
、
或
は
誦
経
諷
呪
、
長
坐
不
臥
、
一

食
卯
斎
、
六
時
行
道
、
直
饒
恁
麼
に
し
去
る
と
雖
も
、
仏
祖
不
伝
の
妙

道
を
以
て
、
胸
間
に
掛
在
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
因
果
を
撥
無
し
、
真
風
地

に
墜
つ
、
併
、
是
れ
邪
魔
の
種
族
な
り
、
老
僧
世
を
去
る
こ
と
久
し
く

と
も
、
児
孫
と
称
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
」、「
一
把
茅
底
、
折
脚
鐺
内
に

野
菜
根
を
煮
て
喫
し
て
日
を
過
す
と
も
、
専
一
に
己
事
を
究
明
す
る
者

は
、
老
僧
と
日
々
相
見
、
報
恩
底
の
人
な
り
」
と
も
い
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
宗
峰
妙
超
は
、
経
済
的
な
問
題
に
は
、
一
切
か
か
わ

ら
な
い
禅
僧
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、「
修

禅
専
一
」
で
、
坐
禅
を
さ
せ
て
学
徒
の
指
導
を
し
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
に

は
、
学
問
と
か
お
経
を
読
む
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
ら
せ
な
か
っ

た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
宗
峰
妙
超
像
が
出
て
く
る
出
所
を
探
っ
て
み
ま
す
と
、

そ
れ
は
ど
う
も
応
燈
関
門
流
の
関
山
慧
玄
に
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

妙
心
寺
開
山
の
関
山
慧
玄
は
、
頂
相
が
無
い
、
語
録
が
無
い
の
で
す
。
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三

関
山
慧
玄
が
作
る
な
、
残
す
な
と
い
っ
た
か
ら
な
い
の
で
す
。
ま
た
、

関
山
慧
玄
は
妙
心
寺
の
礼
楽
に
関
知
し
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
妙
心

寺
の
礼
楽
が
と
と
の
え
ら
れ
る
の
は
三
祖
の
無
因
宗
因
に
な
っ
て
か
ら

で
す
。

さ
ら
に
、
逸
話
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
妙
心

寺
は
花
園
天
皇
の
離
宮
だ
っ
た
の
で
す
が
、
雨
漏
り
が
す
る
建
物
で
、

雲
水
に
そ
れ
を
受
け
る
物
を
持
っ
て
こ
さ
せ
ま
す
。
桶
を
持
っ
て
き
ま

す
。
こ
れ
は
常
識
的
で
す
ね
。
そ
れ
を
見
た
関
山
慧
玄
は
叱
声
し
て
、

笊
を
持
っ
て
こ
い
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
話
が
残
っ
て
い
て
、

文
字
通
り
質
素
で
枯
淡
な
修
禅
専
一
の
禅
僧
で
あ
っ
た
の
で
す
。

か
か
る
関
山
慧
玄
の
師
匠
で
あ
る
宗
峰
妙
超
も
そ
う
で
あ
っ
て
欲
し

い
と
い
う
か
、
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
識
が
潜
在
し
、

そ
れ
が
宗
峰
妙
超
の
禅
僧
像
を
語
る
発
想
の
起
点
に
な
り
、
坐
禅
を
専

ら
と
す
る
禅
僧
像
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
、

そ
の
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。

そ
れ
は
そ
れ
で
宗
峰
妙
超
に
対
す
る
一
つ
の
捉
え
方
な
の
で
す
が
、

視
点
を
変
え
る
と
い
い
ま
す
か
、
切
り
口
を
変
え
る
と
い
う
か
、
史
的

観
点
に
お
い
て
少
し
捉
え
直
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

そ
の
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

二
、
風

水
宿
の
聖
胎
長
養

宗
峰
妙
超
と
い
う
人
は
播
磨
の
人
で
、
龍
野
が
生
誕
地
で
す
。「
赤

と
ん
ぼ
」
の
童
謡
で
知
ら
れ
る
詩
人
三
木
露
風
や
、
内
海
青
潮
、
三
木

清
、
矢
野
勘
治
な
ど
の
文
化
人
が
出
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
龍
野
が

出
し
た
禅
僧
な
の
で
す
。
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
に
生
ま
れ
て
、
建

武
四
年
（
一
三
三
七
）
に
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
世
寿
五
十
六
で

す
。幼

い
頃
は
神
童
と
い
わ
れ
、
や
が
て
仏
道
に
目
覚
め
て
、
十
一
歳
に

書
写
山
で
仏
教
を
学
び
、
二
十
歳
頃
に
京
都
に
上
り
、
さ
ら
に
鎌
倉
に

旅
を
し
て
、
高
峰
顕
日
（
仏
国
国
師
）
に
出
会
い
、
つ
い
に
出
家
し
ま

す
。
ま
も
な
く
、
印
可
さ
れ
る
の
で
す
。

高
峰
顕
日
の
弟
子
で
は
、
夢
窓
疎
石
が
有
名
で
す
が
、
宗
峰
妙
超
も

高
峰
顕
日
に
印
可
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
社
会
に
出
て
禅
の

宣
揚
活
動
を
せ
ず
に
、
さ
ら
に
京
都
に
上
り
南
浦
紹
明
（
一
二
三
五
〜

一
三
〇
八
）
に
参
じ
た
の
で
す
。

こ
の
南
浦
紹
明
と
い
う
人
に
つ
い
て
、
少
し
お
話
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
南
浦
紹
明
は
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
に
宋
に
渡
航
し
、
虚

堂
智
愚
の
印
可
を
得
て
文
永
四
年(

一
二
六
七)

に
帰
朝
し
ま
す
。
一
端

鎌
倉
に
あ
っ
た
後
、
筑
前
に
赴
き
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
ま
で
鎮

西
に
と
ど
ま
っ
た
人
で
す
。
ち
ょ
う
ど
文
永
・
弘
安
の
役
の
頃
で
す
か

ら
、
お
そ
ら
く
鎌
倉
幕
府
の
指
示
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い

う
の
が
、
私
の
考
え
な
の
で
す
が
、
確
証
し
得
る
史
料
が
な
い
の
で

す
。そ

の
南
浦
紹
明
が
後
宇
多
上
皇
の
勅
請
に
応
え
て
上
京
し
ま
す
。
宗
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四

峰
妙
超
は
そ
の
南
浦
紹
明
に
つ
い
て
修
行
し
、「
雲
門
の
関
」
の
公
案

を
透
過
し
て
、
印
可
さ
れ
ま
す
。
二
十
六
歳
の
と
き
で
す
。
天
下
の
二

甘
露
門
と
称
さ
れ
た
二
禅
僧
か
ら
印
可
さ
れ
た
宗
峰
妙
超
な
の
で
す
。

南
浦
紹
明
は
、
宗
峰
妙
超
に
「
二
十
年
の
聖
胎
長
養
」
を
命
じ
ま
す
。

二
十
年
後
と
い
え
ば
、
宗
峰
妙
超
は
四
十
歳
代
も
後
半
に
さ
し
か
か
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
聖
胎
長
養
を
言
い
渡
し
た
南
浦
紹
明
も
相
当
の

覚
悟
を
も
っ
て
の
決
断
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
い
か
に
南
浦
紹
明
が

本
物
の
禅
僧
を
世
に
出
そ
う
と
し
て
い
た
か
、
そ
の
真
剣
な
姿
勢
を
看

取
し
得
る
の
で
す
。

そ
の
聖
胎
長
養
を
ど
こ
で
や
っ
た
か
と
い
う
と
、
京
都
で
す
。
東
山

の
雲
居
庵
に
隠
棲
し
、
こ
の
地
で
悟
後
の
修
行
に
入
っ
た
と
い
う
の
で

す
。
そ
の
雲
居
庵
の
地
は
、
今
日
、
豊
臣
秀
吉
の
室
、
北
政
所
高
台
院

湖
月
尼
の
開
創
し
た
鷲
峰
山
高
台
寺
（
臨
済
宗
建
仁
寺
派
）、
つ
ま
り

「
ね
ね
（
寧
々
）
の
寺
」
で
知
ら
れ
て
い
る
高
台
寺
あ
た
り
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
五
条
の
大
橋
、
今
の
五
条
の
大
橋
は

違
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
北
に
五
条
の
大
橋
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
中

洲
が
あ
り
、
今
は
北
の
方
に
移
っ
て
い
ま
す
が
、
安
倍
晴
明
の
晴
明
神

社
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
東
か
ら
京
都
に
入
る
に
も
出
て
行
く
に
も
、

人
は
こ
の
橋
を
通
っ
た
の
で
す
。

宗
峰
妙
超
の
聖
胎
長
養
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
一
休
宗
純
は
、『
狂
雲

集
』
に
宗
峰
妙
超
が
な
し
た
悟
後
の
修
行
を
重
視
し
て
、
一
偈
を
詠
ん

で
注
目
し
て
い
ま
す
。

「
大
燈
を
挑
げ
起
し
て
一
天
に
輝
く
、
鸞
興
誉
を
競
う
法
堂
の
前
、

風

水
宿
人
の
記
す
る
な
し
、
第
五
橋
辺
二
十
年
」
と
、
五
条
橋
の
辺

に
お
け
る
二
十
年
の
風

水
宿
を
い
う
一
休
宗
純
で
す
。

ま
た
、
こ
の
頃
の
宗
峰
妙
超
に
関
す
る
伝
承
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
道
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
坐
禅
せ
ば
、
四
条
五
条
の
橋
の
上
、

往
き
来
の
人
を
、
深
山
樹
に
見
て
」
と
、
風

水
宿
の
聖
胎
長
養
を
東

山
、
と
き
に
は
四
条
橋
や
五
条
橋
辺
と
し
た
宗
峰
妙
超
な
の
で
す
が
、

そ
こ
は
「
往
き
来
の
人
を
深
山
樹
に
見
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
の
往

来
が
激
し
い
所
、
雑
踏
の
中
で
坐
禅
三
昧
に
あ
っ
て
心
を
揺
る
が
さ
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
、
宗
峰
妙
超
を
称
賛
す
る
歌
で
す
。

し
か
し
、
四
条
五
条
の
橋
の
上
を
往
き
来
す
る
人
の
中
に
身
を
置
く

こ
と
の
意
味
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

文
字
通
り
巷
に
あ
っ
て
、
民
衆
の
目
線
で
時
代
の
動
向
を
見
つ
め
る

こ
と
が
出
来
る
絶
好
の
場
所
で
も
あ
り
、
ま
た
時
代
に
生
き
る
人
々
が

求
め
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か
な
ど
、
そ
う
し
た
情
報
を
肌
で
感
じ
て
、

手
に
入
れ
る
絶
好
の
機
会
に
も
な
っ
た
は
ず
で
す
。

さ
ら
に
、
禅
僧
と
し
て
ど
の
よ
う
に
活
動
し
、
教
化
す
る
こ
と
が
時

代
社
会
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
を
感
知
す
る
機
会

で
も
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。

臨
済
宗
の
宗
名
は
、
臨
済
院
の
寺
名
か
ら
付
い
た
も
の
で
あ
る
け
れ

ど
、
そ
の
「
臨
済
」
は
�
陀
河
の
ほ
と
り
に
臨
み
、
一
切
衆
生
（
群
生
）

を
利
済
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
民
衆
利
済
は
臨
済
禅
の
根
本
精
神
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五

な
の
で
す
。

か
か
る
臨
済
禅
を
嗣
ぐ
宗
峰
妙
超
は
、
そ
の
精
神
を
如
何
に
実
践
す

る
べ
き
な
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
静
寂
の
深
山
幽
谷
で
も
な
く
、
僧
堂

内
で
も
な
く
、
巷
に
生
き
る
人
々
の
現
実
を
目
の
あ
た
り
に
し
な
が
ら
、

臨
済
禅
の
根
本
に
立
ち
返
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

そ
う
し
た
環
境
に
身
を
置
く
こ
と
を
自
ら
選
ん
だ
宗
峰
妙
超
の
悟
後

の
修
行
は
、
聖
胎
長
養
二
十
年
を
命
じ
た
南
浦
紹
明
の
本
意
に
か
な
う

も
の
で
あ
り
、
そ
の
期
待
に
応
え
た
宗
峰
妙
超
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

同
じ
頃
、
高
峰
顕
日
の
法
嗣
夢
窓
疎
石
は
、
各
地
を
転
々
と
し
て
い

ま
す
が
、
こ
の
夢
窓
疎
石
も
ま
た
そ
の
移
動
過
程
に
あ
っ
て
、
時
代
の

流
れ
を
感
知
し
て
、
情
報
を
収
集
し
、
つ
い
に
後
醍
醐
天
皇
の
外
護
を

受
け
容
れ
ま
す
。
宗
峰
妙
超
は
京
都
に
止
ま
っ
て
、
夢
窓
疎
石
は
移
動

し
て
、
と
も
に
時
代
の
流
れ
を
よ
み
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ

の
止
と
動
の
違
い
を
み
せ
た
二
人
の
禅
僧
で
す
が
、
夢
窓
疎
石
は
一
万

余
の
弟
子
を
有
し
、
五
山
の
主
勢
力
を
な
し
ま
す
。
か
た
や
宗
峰
妙
超

は
雲
居
庵
に
聖
胎
長
養
の
こ
ろ
、
衲
子
纔
か
に
六
、
七
人
で
あ
っ
た
と

い
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
両
者
の
宗
風
の
相
違
の
一
端
を
看
取
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

や
が
て
、
宗
峰
妙
超
は
東
山
雲
居
庵
か
ら
洛
北
の
紫
野
に
居
を
移
し

ま
す
。
紫
野
に
移
っ
た
年
次
は
、
史
料
に
よ
っ
て
諸
説
あ
り
特
定
が
難

し
い
け
れ
ど
、
こ
こ
に
小
庵
を
結
ん
で
居
し
、
こ
れ
よ
り
宗
峰
妙
超
の

紫
野
時
代
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
、
終
焉
の
地
と
な
る
の
で
す
。

宗
峰
妙
超
が
聖
胎
長
養
を
き
り
あ
げ
た
年
次
に
つ
い
て
は
、
研
究
者

の
中
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
は
、
大
徳
寺
を
開
創
し
た

嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
大
徳
寺
を
開
創
し
た

時
に
、
宗
峰
妙
超
は
嗣
法
香
を
焚
き
ま
す
。
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）

は
宗
峰
妙
超
四
十
五
歳
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
、
二
十
六
歳
か
ら
聖
胎
長

養
に
入
り
ま
す
と
、
そ
の
年
を
い
れ
て
ち
ょ
う
ど
二
十
年
に
な
り
ま

す
。二

十
六
歳
か
ら
四
十
五
歳
に
至
る
二
十
年
間
の
宗
峰
妙
超
の
行
状

は
、
聖
胎
長
養
の
も
つ
性
格
か
ら
当
然
の
こ
と
で
、
空
白
の
二
〇
年
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
す
が
、『
景
徳
伝

灯
録
』
三
十
巻
の
書
写
と
祥
雲
庵
で
夜
話
し
た
『
祥
雲
夜
話
』
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
後
に
お
け
る
宗
峰
妙
超
の
行
動
を
行
状
や
年
譜
な
ど
の
編

纂
も
の
以
外
の
史
料
で
押
さ
え
得
る
の
は
、
元
亨
期
に
な
っ
て
か
ら
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
に
は
、「
宗
円
禅
人
」
に
法
語
を
書

き
与
え
て
い
る
こ
と
な
ど
を
知
り
、
翌
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
に
な

る
と
、
古
記
録
史
料
に
よ
っ
て
知
る
確
か
な
行
状
が
明
ら
か
に
な
り
ま

す
。『
花
園
天
皇
宸
記
』
に
、
宗
峰
妙
超
か
ら
印
可
さ
れ
る
花
園
上
皇

と
の
法
談
の
こ
と
が
初
見
し
ま
す
。
つ
い
で
、
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）、

宗
峰
妙
超
は
寺
地
の
寄
進
を
後
醍
醐
天
皇
か
ら
受
け
て
、
契
券
を
書
い



た
か
と
い
う
と
、
東
福
寺
は
、
開
山
円
爾
弁
円
（
聖
一
国
師
）
の
一
流

相
承
刹
な
の
で
す
。
五
山
官
刹
は
十
方
住
持
制
を
原
則
と
し
ま
す
か
ら

そ
れ
で
外
し
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
大
学
者
で
、『
元
亨
釈
書
』

の
著
者
で
あ
る
虎
関
師
錬
は
、
東
福
寺
を
五
山
に
列
す
る
よ
う
に
要
請

し
ま
す
。
後
醍
醐
天
皇
は
、
そ
れ
を
容
れ
て
東
福
寺
を
五
山
に
入
れ
た

の
で
す
。
五
山
に
例
外
が
作
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
五
山
官
寺
の
住
持
制
度
が
十
方
住
持
制
で
あ
る

こ
と
な
ど
、
五
山
制
度
に
知
識
が
あ
り
、
そ
の
原
則
に
則
ろ
う
と
し
た

後
醍
醐
天
皇
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
の
後
醍
醐
天
皇
は
、
大
徳
寺
の
寺
格
を
五
山
第
一
と
し
ま
す
。
そ

う
す
る
と
、
十
方
住
持
刹
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
一
流
相
承

刹
に
し
た
の
で
す
。
後
醍
醐
天
皇
は
、
何
を
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。
南
禅
寺
と
の
違
い
を
み
せ
る
に
は
ど
う
す
る
か
。
そ
れ
は
、
一
流

相
承
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

か
か
る
後
醍
醐
天
皇
の
外
護
を
、
宗
峰
妙
超
は
ど
の
よ
う
に
受
け
取

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
に
後
醍
醐
天
皇

は
、
五
山
第
一
の
寺
に
す
る
綸
旨
を
下
賜
し
ま
す
が
、
宗
峰
妙
超
は
そ

れ
を
断
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
南
禅
寺
住
持
に
も
請
わ
れ
ま
す
が

そ
れ
も
辞
退
し
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
大
徳
寺
の
寺
格
や
名
門
利

養
に
意
を
介
さ
な
い
修
禅
専
一
の
禅
僧
で
あ
っ
た
宗
峰
妙
超
を
い
う
た

め
の
事
例
と
し
て
、
も
ち
だ
さ
れ
る
話
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
史
料
を
探
し
て
み
ま
す
と
、
文
書
と
し
て
は
年
記
が
入
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六

て
い
ま
す
。

宗
峰
妙
超
は
、
仏
殿
を
造
る
な
と
い
っ
た
人
で
し
た
が
、
一
番
大
事

な
法
堂
が
出
来
る
前
に
、
既
に
花
園
法
皇
か
ら
祈
願
寺
、
後
醍
醐
天
皇

か
ら
も
祈
願
所
と
し
て
指
名
を
受
け
て
い
ま
す
。
後
醍
醐
天
皇
、
花
園

法
皇
か
ら
注
目
さ
れ
た
禅
僧
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。
そ
れ
は
持

明
院
統
と
大
覚
寺
統
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
こ
の
両
者
の
宗
峰

妙
超
・
大
徳
寺
に
対
す
る
関
わ
り
の
特
徴
を
と
ら
え
て
「
法
の
花
園
・

寺
の
後
醍
醐
」
と
で
も
称
す
れ
ば
と
、
考
え
て
い
ま
す
。

三
、
寺
の
後
醍
醐

開
創
し
た
大
徳
寺
を
ど
の
よ
う
に
運
営
し
て
い
く
か
、
ま
ず
絡
ん
で

く
る
の
は
、
後
醍
醐
天
皇
で
す
。
後
醍
醐
天
皇
は
、
大
徳
寺
に
寺
領
を

寄
進
し
て
い
た
り
、
安
堵
を
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
大
徳
寺
の
寺
域

を
寄
進
し
た
り
し
ま
す
。

建
武
の
新
政
で
実
権
を
握
っ
た
段
階
で
、
後
醍
醐
天
皇
は
大
徳
寺
を

本
朝
無
双
の
禅
院
と
し
ま
す
。
日
本
に
並
び
な
き
最
高
位
の
禅
寺
に
す

る
。
そ
の
後
に
、
五
山
第
一
位
の
禅
寺
と
か
、
あ
る
い
は
南
禅
寺
と
な

ら
ぶ
五
山
第
一
位
の
寺
と
い
う
よ
う
に
、
大
徳
寺
の
寺
格
に
非
常
に
強

い
関
心
を
示
し
ま
す
。
し
か
も
大
徳
寺
を
宗
峰
妙
超
の
一
流
相
承
刹
と

し
ま
す
。
つ
ま
り
、
他
派
か
ら
の
住
持
を
入
れ
な
い
禅
寺
と
し
ま
す
。

か
つ
て
、
後
醍
醐
天
皇
は
政
権
を
握
っ
た
段
階
で
、
五
山
の
位
次
を

改
定
し
ま
す
が
、
そ
の
時
に
東
福
寺
を
は
ず
し
た
の
で
す
。
な
ぜ
外
し



っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
い
つ
の
も
の
か
不
明
な
の
で
す
が
、
開
炉
の
日
、

炉
開
き
の
日
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
日
に
、

今
度
大
徳
寺
は
、
五
山
の
冠
た
る
寺
に
な
る
、
嬉
し
い
こ
と
で
は
な
い

か
、
は
や
く
造
営
を
進
め
て
く
れ
る
よ
う
に
、
と
手
紙
を
認
め
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
み
る
と
、
宗
峰
妙
超
は
大
徳
寺
の
高
い
寺
格
を
受
け
容
れ

て
い
る
で
は
な
い
か
。
な
に
も
そ
れ
を
拒
否
し
て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

宗
峰
妙
超
は
、
決
し
て
大
徳
寺
の
寺
格
に
無
関
心
で
あ
っ
た
訳
で
は

な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。

四
、
寺
領
荘
園
管
理

先
記
の
「
示
衆
法
語
」
や
「
遺
誡
法
語
」
は
、
や
や
も
す
る
と
大
徳

寺
は
財
的
に
貧
弱
で
あ
り
、
そ
う
い
う
中
で
も
修
行
す
る
弟
子
が
本
当

の
弟
子
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
大
徳
寺
に
は
数
多
の
寺
領
が
寄
進
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ

ぼ
土
貢
七
千
石
く
ら
い
の
寺
領
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
決

し
て
貧
し
い
大
徳
寺
経
済
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
貧
し
い
時
に
、
貧

し
い
か
ら
我
慢
せ
よ
と
い
う
の
は
納
得
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
裕
福
な

経
済
状
態
の
中
で
、
折
脚
鐺
内
に
野
菜
を
煮
て
と
い
う
、
そ
う
い
う
修

行
を
せ
よ
、
と
い
う
の
は
難
し
い
と
思
う
の
で
す
が
。

大
徳
寺
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
寺
領
荘
園
を
安
定
し
た
土
貢
収
入

が
あ
る
も
の
に
し
て
お
く
の
が
理
想
で
す
。
宗
峰
妙
超
は
後
醍
醐
天
皇
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七

に
、
一
円
不
輸
の
寺
領
に
し
て
貰
え
る
よ
う
に
請
う
の
で
す
。
僧
衆
が

止
住
す
る
寺
に
重
要
な
こ
と
は
、
寺
領
の
土
貢
を
財
源
と
す
る
寺
院
経

済
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
い
る
の
で
す
。

宗
峰
妙
超
が
大
徳
寺
の
運
営
に
あ
た
ろ
う
と
し
た
と
き
、
寺
院
経
済

に
関
す
る
課
題
は
、
憂
慮
さ
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
し

か
し
、
宗
峰
妙
超
が
み
せ
た
そ
れ
ら
世
事
へ
の
対
応
は
、
決
し
て
逃
避

的
で
は
な
か
っ
た
し
、
寺
領
荘
園
を
財
源
と
す
る
寺
の
あ
り
方
に
否
定

的
な
考
え
を
も
つ
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
。

大
徳
寺
の
経
済
基
盤
が
寺
領
荘
園
に
あ
る
こ
と
を
是
認
し
、
寺
領
の

管
理
運
営
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
事
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
寺
領
に
関
し
て
極
め
て
強
い
関
心
を
も
ち
、
そ
の
管
理
に
積
極
的

で
あ
っ
た
の
が
宗
峰
妙
超
な
の
で
す
。

「
播
磨
国
浦
上
荘
地
頭
職
の
事
、
申
し
請
わ
る
る
に
任
せ
、
葛
西
御
厨

の
替
え
と
し
て
当
寺
に
寄
附
せ
ら
る
る
所
な
り
」
と
、
後
醍
醐
天
皇
か

ら
綸
旨
を
下
賜
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
下
総
国
葛
西
御
厨
と
播
磨
国

浦
上
荘
地
頭
職
と
を
替
地
し
た
も
の
で
、
そ
の
要
求
は
宗
峰
妙
超
の
申

請
に
よ
っ
た
の
で
す
。

替
地
は
、
自
分
の
出
身
地
の
播
磨
で
し
た
。
出
身
の
播
磨
に
替
地
を

貰
う
の
で
す
が
、
浦
上
氏
の
領
地
に
替
地
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。
有

縁
の
浦
上
氏
に
管
理
し
て
貰
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
だ
と
、
私

は
思
う
の
で
す
が
。

さ
ら
に
、
替
地
の
地
頭
職
の
半
分
を
浦
上
氏
に
配
分
す
る
こ
と
を
後
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醍
醐
天
皇
に
奏
し
て
い
ま
す
。
こ
の
宗
峰
妙
超
の
要
求
は
、
後
醍
醐
天

皇
に
認
め
ら
れ
て
、
浦
上
為
景
に
そ
の
旨
の
綸
旨
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
そ
れ
が
な
っ
た
の
で
す
。
大
徳
寺
寺
領
を
宗
峰
妙
超
は
、
あ

る
意
味
で
私
的
に
浦
上
氏
に
寄
附
し
て
管
理
す
る
と
い
う
や
り
方
を
と

っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
寺
領
経
営
の
や
り
方
を
し
て
い
る
宗
峰
妙
超
な
の
で

す
。
そ
れ
は
、
寺
領
管
理
は
横
領
な
ど
で
難
し
い
で
す
か
ら
、
い
か
に

安
定
し
た
寺
領
荘
園
管
理
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
策
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
後
醍
醐
天
皇
と
い
う
政
権
を
握
る
外
護
者
と

関
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
で
す
。

五
、
尼
道
場
の
創
設

宗
峰
妙
超
の
禅
を
慕
っ
て
参
禅
帰
依
す
る
道
俗
中
に
は
、
女
性
が
か

な
り
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、

花
園
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
、「
萩
原
ノ
法
皇
ノ
后
ニ
示
ス
」
と
題
す
る

法
語
が
残
っ
て
い
ま
す
。
女
性
の
参
禅
帰
依
者
と
し
て
は
、
花
園
天
皇

皇
后
の
ほ
か
に
も
、
宗
峰
妙
超
か
ら
母
に
「
宗
明
大
姉
」
の
法
名
を
も

ら
っ
て
い
る
地
性
大
姉
や
、
宗
悟
大
姉
、
道
因
禅
尼
な
ど
が
い
た
の
で

す
。
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
京
都
上
北
小
路
大
宮
敷
地
相
伝
系

図
」
に
見
出
せ
る
妙
覚
寺
尼
衆
で
す
。

宗
峰
妙
超
に
見
る
べ
き
こ
と
と
し
て
、
そ
の
女
性
の
参
禅
者
に
対
し

て
、
真
摯
に
応
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
宗
峰
妙
超
は
、
女
性
の
参
禅
者

に
無
字
の
公
案
を
与
え
て
い
ま
す
。

あ
る
参
禅
の
徒
の
女
性
が
見
解
を
呈
し
ま
す
。
宗
峰
妙
超
は
「
未
だ

だ
め
だ
」
と
、
悟
り
に
達
し
て
い
な
い
と
認
め
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

の
女
性
は
、
方
便
に
よ
っ
て
無
字
の
公
案
を
透
過
さ
せ
て
ほ
し
い
と
懇

願
し
ま
す
。
そ
の
求
め
に
対
し
て
、
宗
峰
妙
超
は
、
方
便
を
労
す
る
こ

と
を
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
し
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
れ
こ
れ
ひ
ね
く
り
ま
わ

す
な
ら
ば
、
い
く
ら
年
を
重
ね
て
も
、
無
字
の
公
案
を
透
過
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
と
諭
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
宗
峰
妙
超
の
指
導
は
、
雲
水
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一

般
参
禅
者
の
老
若
男
女
の
区
別
な
く
貫
か
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
一
般

に
女
性
の
参
禅
者
に
対
す
る
指
導
は
、
仮
名
法
語
を
も
っ
て
な
さ
れ
、

方
便
を
労
し
、
念
仏
を
す
す
め
る
な
ど
の
事
例
が
見
ら
れ
ま
す
。
宗
峰

妙
超
も
仮
名
法
語
『
大
燈
国
師
仮
名
法
語
』
を
の
こ
し
て
お
り
ま
す
。

宗
峰
妙
超
の
仮
名
法
語
に
見
出
せ
る
説
禅
は
、
坐
禅
専
一
を
勧
め
る
も

の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
先
述
の
妙
覚
寺
尼
衆
は
、
妙
覚
寺
に
居
所
を
置
く
尼
僧

達
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
妙
覚
寺
に
か
か
わ
る
女
性
と
し
て
、

出
雲
路
殿
と
称
す
る
洞
院
公
賢
の
息
女
や
藤
原
氏
女
な
ど
の
女
性
が
い

ま
す
。

そ
う
い
う
女
性
達
の
受
け
入
れ
場
所
を
宗
峰
妙
超
は
設
け
ま
す
。
そ

れ
が
妙
覚
寺
で
す
。
今
は
廃
寺
で
す
が
、
旧
跡
は
京
都
の
今
出
川
通
り

の
北
の
五
辻
通
り
と
大
宮
通
り
の
交
わ
る
辺
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
の
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で
す
が
、
ま
だ
遺
跡
な
ど
に
よ
る
場
所
の
確
認
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
の
妙
覚
寺
の
兼
円
と
大
宮
局
な
ど
に
よ
っ
て
、
宗
峰
妙
超
に
寺
が
寄

進
さ
れ
ま
す
。
そ
の
寺
は
、
本
堂
一
宇
、
鎮
守
三
社
、
鐘
楼
一
宇
の
建

物
が
あ
っ
た
の
で
す
。
鐘
楼
に
は
鐘
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
寄
進

を
受
け
た
宗
峰
妙
超
は
、
そ
れ
を
尼
寺
に
し
ま
す
。
女
性
専
用
道
場
を

創
っ
た
の
で
す
。

尼
僧
堂
を
創
っ
た
宗
峰
妙
超
は
、
そ
れ
を
宗
峰
の
一
流
相
承
の
寺
と

な
し
、
第
一
世
住
持
に
宗
印
尼
と
い
う
人
を
任
命
し
ま
す
。
大
徳
寺
で

は
、「
宗
」
の
字
は
宗
峰
妙
超
以
外
は
「
ソ
ウ
」
と
読
み
ま
す
。
そ
れ

は
、
宗
峰
妙
超
の
「
宗
」
を
「
シ
ュ
ウ
」
と
読
み
ま
す
か
ら
、
そ
れ
と

同
じ
く
読
む
と
失
礼
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
ソ
ウ
」
と
読
み
ま
す
。

そ
の
宗
印
と
い
う
人
を
指
名
し
、「
法
器
抜
群
の
意
気
有
る
に
依
っ
て
、

我
が
弟
子
宗
印
大
姉
を
撰
定
し
て
住
持
と
す
る
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

住
持
に
な
る
人
物
に
つ
い
て
、
宗
峰
妙
超
法
嗣
で
大
徳
寺
第
一
世
住

持
と
な
っ
た
徹
翁
義
亨
は
、「
住
持
職
は
、
内
心
慈
悲
を
専
ら
と
し
、

偏
枯
の
情
に
あ
ら
ず
、
寺
を
守
り
衆
を
専
ら
に
し
て
、
専
ら
人
を
捨
て

る
べ
か
ら
ず
」
と
、
そ
の
器
量
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
学
徒

提
撕
と
護
寺
、
世
事
の
い
ず
れ
に
も
偏
る
こ
と
な
く
、
慈
悲
心
を
篤
く

し
人
を
大
切
に
す
る
宗
教
的
人
格
を
そ
な
え
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

宗
峰
妙
超
は
、
そ
の
妙
覚
寺
を
大
徳
寺
の
直
末
に
し
て
、
関
係
書
類

は
本
寺
預
か
り
と
し
、
そ
の
経
営
費
を
大
徳
寺
か
ら
出
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
宗
峰
妙
超
が
寂
し
た
後
も
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
大
徳
寺
自
体

の
土
貢
収
入
が
減
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
額
は
少
な
く
な
っ
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
、
出
資
は
継
続
さ
れ
た
の
で
す
。

六
、
雛
僧
教
育

宗
峰
妙
超
は
、
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
に
、
十
箇
条
に
わ
た
る
寺

規
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
大
徳
寺
の
規
則
で
す
か
ら
、
厳
格
な
修
行
生

活
の
規
定
で
す
。
条
項
中
に
は
三
時
の
勤
経
の
経
、
陀
羅
尼
を
覚
え
な

い
者
は
、
衣
鉢
を
取
り
上
げ
て
追
い
出
せ
と
い
う
規
定
も
あ
り
ま
す
。

宗
峰
妙
超
を
語
る
と
き
、
殆
ど
注
目
さ
れ
な
い
こ
と
の
一
つ
で
す
。

寺
規
十
ケ
条
の
中
に
「
小
僧
沙
彌
喝
食
」
と
表
記
す
る
規
定
が
二
ケ

条
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
小
僧
、
沙
彌
喝
食
」
と
も
読
め
、
小
僧
と
沙

彌
喝
食
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
沙
彌
喝
食
は
略
し
て
「
沙
喝
」
と
称
し

ま
す
。
こ
の
寺
規
で
は
「
宗
元
沙
彌
」「
小
僧
沙
彌
」
と
記
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
「
小
僧
、
沙
彌
、
喝
食
」
と
読
み
、
小
僧
、

沙
彌
、
喝
食
に
関
係
す
る
規
定
で
あ
る
と
と
ら
え
て
お
き
ま
す
。

小
僧
は
仏
道
に
入
っ
た
年
少
の
者
、
雛
僧
の
こ
と
で
あ
り
、
沙
彌
は

剃
髪
出
家
し
て
い
る
が
一
人
前
の
僧
で
な
い
者
、
喝
食
は
有
髪
の
童
児

で
す
。

小
僧
、
沙
彌
、
喝
食
は
い
ず
れ
に
し
て
も
年
少
の
者
で
あ
り
、
必
ず

し
も
正
確
で
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
寺
規
で
は
広
い
意
味
で
の
「
雛
僧
」

と
い
う
こ
と
で
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



宗
峰
妙
超
の
諸
相
（
竹
貫
）

一
〇

と
も
あ
れ
、
雛
僧
に
関
す
る
条
項
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
で

す
。
小
僧
、
沙
彌
、
喝
食
の
教
育
、
す
な
わ
ち
雛
僧
教
育
を
重
視
す
る

宗
峰
妙
超
の
考
え
方
が
う
か
が
え
る
の
で
す
。

雛
僧
に
関
す
る
条
項
に
、「
小
僧
沙
彌
喝
食
は
、
三
時
の
勤
行
の
余

は
不
用
悪
行
を
停
止
し
て
、
学
文
を
専
ら
に
す
べ
し
。
若
し
此
の
法
を

破
ら
ば
、
痛
く
五
杖
打
ち
て
一
日
の
粥
飯
を
止
め
る
べ
し
」
と
い
う
規

定
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
小
僧
、
沙
彌
、
喝
食
は
、
三
時
の
勤
行
の

ほ
か
は
、
経
・
律
・
論
の
仏
教
学
の
勉
強
を
専
ら
に
せ
よ
と
規
定
し
て

い
る
の
で
す
。
学
問
を
奨
励
し
て
い
る
の
で
す
。
小
僧
沙
彌
喝
食
に
お

け
る
一
日
の
生
活
は
、
三
時
の
勤
行
と
勉
学
に
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
す
。

そ
れ
に
違
反
す
れ
ば
痛
打
五
杖
の
上
、
食
事
を
一
日
と
ら
せ
な
い
と
い

う
罰
則
も
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

宗
峰
妙
超
の
学
徒
提
撕
に
お
け
る
姿
勢
と
し
て
、
後
世
の
人
が
注
目

す
る
の
は
、
坐
禅
に
よ
る
修
禅
で
あ
り
、
徹
底
悟
道
の
道
心
を
専
一
に

か
か
げ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
学
問
や
経
呪
を
勧
め
た
こ
と
に
言
及
さ
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
宗
峰
妙
超
は
、
こ
と
小
僧
沙
彌
喝
食
に
か
ぎ
っ
て
、

経
・
律
・
論
の
三
蔵
を
学
ぶ
こ
と
を
奨
励
し
、
そ
れ
を
厳
命
し
て
、
学

徒
育
成
の
重
要
事
と
し
て
い
る
の
で
す
。

宗
峰
妙
超
は
、
十
一
歳
か
ら
書
写
山
円
教
寺
で
戒
や
律
を
学
び
、
経

典
を
読
み
、
教
学
、
教
史
の
研
鑽
に
励
み
ま
す
。
三
蔵
百
家
の
書
を
読

破
し
て
、
そ
れ
を
会
得
し
た
と
自
認
す
る
宗
峰
妙
超
な
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
の
宗
峰
妙
超
は
、
仏
教
の
理
屈
を
会
得
し
た
も
の
の
、
い
ま
だ

「
仏
道
」
を
究
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
そ
こ
で
不

立
文
字
、
教
外
別
伝
、
直
指
単
伝
の
宗
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
と
し
て
、

禅
修
行
に
よ
る
悟
り
の
体
得
を
決
意
し
ま
す
。
十
七
歳
の
と
き
で
あ
っ

た
と
い
う
の
で
す
。

宗
峰
妙
超
が
寺
規
で
雛
僧
に
学
問
を
強
く
奨
励
す
る
の
は
、
学
問
で

仏
道
を
究
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
そ
の
体
験

を
踏
ま
え
て
の
雛
僧
教
育
な
の
で
す
。

ま
た
、
雛
僧
に
対
し
て
、
寺
規
で
「
小
僧
沙
彌
の
不
法
悪
行
は
、
宗

琳
上
座
・
宗
廉
上
座
行
事
す
べ
し
」
と
、
小
僧
、
沙
彌
の
不
法
悪
行
に

つ
い
て
は
、
宗
琳
上
座
と
宗
廉
上
座
が
と
り
し
ま
る
よ
う
に
と
、
実
に

小
僧
、
沙
彌
に
関
し
て
、
そ
れ
に
対
応
し
得
る
体
制
を
取
り
、
二
人
の

上
座
を
任
命
し
て
い
る
の
で
す
。
小
僧
、
沙
彌
へ
の
指
導
監
督
を
厳
格

に
し
て
い
て
、
こ
こ
に
宗
峰
妙
超
が
雛
僧
教
育
に
か
け
る
熱
意
を
知
る

の
で
す
。

七
、
紫
野
文
化

今
日
は
も
う
一
つ
、
そ
の
宗
峰
妙
超
に
は
文
化
性
が
な
か
っ
た
か
。

こ
の
こ
と
に
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

近
年
、
五
山
と
林
下
は
日
本
史
の
用
語
と
し
て
定
着
し
て
き
て
お
り

ま
す
。
五
山
は
足
利
義
満
の
金
閣
、
北
山
文
化
、
そ
し
て
足
利
義
政
の

銀
閣
、
東
山
文
化
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
流
れ
の
中
で
枯
山
水
の
庭
園
や
、
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水
墨
画
な
ど
禅
の
文
化
が
語
ら
れ
ま
す
。
ま
た
茶
の
湯
、
茶
道
、
茶
人

の
出
現
が
語
ら
れ
ま
す
。

中
世
文
化
の
形
成
展
開
に
お
い
て
、
禅
宗
が
そ
れ
に
及
ぼ
し
た
影
響

は
絶
大
で
あ
り
、
禅
宗
に
視
点
を
置
け
ば
、
中
世
文
化
は
禅
文
化
の
時

代
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
と
室
町
文

化
に
つ
い
て
は
、
北
山
文
化
、
東
山
文
化
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て

い
た
の
は
、
五
山
の
禅
で
あ
り
、
五
山
派
で
す
。
概
し
て
、
紫
野
の
大

徳
寺
に
見
出
せ
る
文
化
も
、
北
山
文
化
や
東
山
文
化
の
範
疇
、
あ
る
い

は
そ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
把
握
さ
れ
、
集
約
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。し

か
し
、
大
徳
寺
は
、
茶
の
湯
に
深
く
関
わ
り
、
戦
国
期
の
文
化
に

も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
、
さ
ら
に
は
京
都
中
央
文
化
の
地
方
普
及
に

も
一
役
を
担
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
大
徳
寺
を
拠
点
に
開
花
し
た
文

化
は
、
大
燈
禅
の
精
神
が
深
く
浸
透
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
文

化
で
あ
っ
て
、
室
町
期
の
精
神
文
化
に
見
出
せ
る
「
道
」
と
し
て
の
熟

成
は
、
大
燈
禅
を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
得
な
い
と
思
う
の
で
す
。
大
燈

禅
の
法
灯
を
引
っ
提
げ
た
一
休
宗
純
な
ど
大
徳
寺
の
禅
僧
が
出
現
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
開
花
展
開
し
た
文
化
で
あ
っ
た
か
ら
で

す
。紫

野
に
大
徳
寺
を
開
創
し
た
宗
峰
妙
超
で
す
が
、
七
堂
伽
藍
を
完
備

し
た
禅
寺
の
創
建
は
め
ざ
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
仏
殿
を
建
て
ず
開

山
堂
の
建
造
を
も
禁
じ
、「
仏
閣
経
巻
に
金
銀
を
鏤
め
」
る
と
い
っ
た

荘
厳
な
ど
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
っ
た
宗
峰
妙
超
に
と
っ
て
、
寺
は

「
一
把
茅
底
」
で
、
修
禅
の
た
め
の
空
間
で
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
視
点
を
変
え
て
大
徳
寺
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
禅
院
建
築
で

あ
り
、
禅
の
造
形
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
宗
峰
妙
超
の
禅
寺
に
対

す
る
基
本
的
な
考
え
方
は
、
大
徳
寺
に
展
開
す
る
禅
文
化
の
根
本
精
神

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。

大
燈
禅
に
文
化
を
育
む
要
素
が
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
視
点
で
宗
峰

妙
超
を
み
る
と
、
宗
峰
妙
超
は
大
徳
寺
に
池
を
造
っ
て
い
ま
す
。
池
を

掘
れ
ば
、
そ
の
土
を
積
ん
で
築
山
が
造
ら
れ
ま
す
。
池
の
名
前
は
諸
官

池
と
名
付
け
て
い
ま
す
。
な
ぜ
「
諸
官
池
」
か
と
い
う
と
、
諸
の
官
人

が
き
て
造
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
つ

の
庭
な
の
で
す
。
ま
た
、
明
月
橋
と
い
う
橋
も
造
っ
て
い
ま
す
。

池
を
造
り
、
橋
を
架
け
、
そ
う
し
て
、
そ
こ
か
ら
東
を
見
ま
す
と
比

叡
山
が
見
え
ま
す
。
そ
れ
を
借
景
と
し
て
達
磨
峰
と
呼
ん
で
い
る
の
で

す
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
宗
峰
妙
超
の
一
つ
の
築
庭
と
い
う
か
、
美
的

感
覚
、
文
化
性
だ
と
思
う
の
で
す
。

宗
峰
妙
超
が
開
い
た
大
徳
寺
に
文
化
性
を
見
出
し
、
そ
こ
に
一
休
、

さ
ら
に
近
世
に
入
っ
て
江
月
宗
玩
だ
と
か
、
玉
室
宗
珀
だ
と
か
、
沢
庵

宗
彭
だ
と
か
、
茶
道
と
関
わ
る
大
徳
寺
僧
の
出
現
が
あ
り
、
寛
永
文
化

の
展
開
に
多
大
の
役
割
を
果
た
す
の
で
す
。
ま
た
、
北
山
・
東
山
文
化

を
現
出
さ
せ
た
室
町
幕
府
が
潰
れ
た
後
に
、
そ
れ
に
替
わ
っ
て
歴
史
の

舞
台
に
出
て
く
る
新
興
の
人
々
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
、
支
え
ら
れ
て
充



寺
の
禅
文
化
で
あ
り
、
茶
道
な
ど
「
道
」
の
精
神
文
化
に
深
い
か
か
わ

り
を
も
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
相
違
点
と
し
て
注
目
す
べ

き
で
、
同
じ
く
禅
文
化
と
い
っ
て
も
、
同
一
視
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
の

と
こ
ろ
暗
中
模
索
で
す
。

纏
ま
り
の
な
い
話
を
長
々
と
致
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一
つ
に
は
宗

峰
妙
超
の
見
直
し
を
試
み
、
一
つ
に
は
紫
野
文
化
と
い
う
提
言
め
い
た

こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
宗
峰
妙
超
の
諸
相
と
は
そ
う
い
う
諸

相
と
い
う
こ
と
で
、
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
日
は
お
招
き
い
た
だ
き
、
拙
い
話
に
ご
清
聴
下
さ
れ
、
誠
に
有
り

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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一
二

実
し
ま
す
。

そ
の
文
化
は
、
京
都
の
室
町
期
の
文
化
あ
る
い
は
中
世
文
化
の
中
に

お
い
て
、
北
山
文
化
と
東
山
文
化
と
区
別
し
て
も
よ
い
文
化
の
よ
う
に

思
う
の
で
す
。
さ
ら
に
、
京
都
の
戦
国
期
か
ら
寛
永
期
に
至
る
文
化
を

再
確
認
す
る
手
掛
か
り
に
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
京
都
文
化
、
今
日
の
日
本
文
化
を
代
表
す
る
京
都
発
の
日
本
文

化
の
理
解
に
「
道
」
の
精
神
に
注
視
し
た
厚
み
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

大
徳
寺
を
拠
点
と
す
る
文
化
を
特
別
視
し
て
み
ま
せ
ん
か
と
い
い
た

い
の
で
す
。
北
山
文
化
と
東
山
文
化
は
北
山
、
東
山
の
地
名
に
因
っ
て

い
る
な
ら
ば
、
紫
野
の
地
名
に
よ
っ
て
「
紫
野
文
化
」
と
称
し
て
は
如

何
で
し
ょ
う
か
。

湘
南
宗

が
編
し
た
『
宝
山
記
談
』
に
、「
山
林
の
立
つ
所
は
、
一

に
志
、
二
に
信
、
三
に
参
禅
。
叢
林
の
立
つ
所
は
、
一
に
世
諦
、
二
に

人
応
、
三
に
学
問
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
山
林
は
山
隣
派
、
叢
林
は
五

山
の
こ
と
で
、
山
隣
派
と
五
山
の
相
違
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
す

が
、「
参
禅
」
の
山
隣
派
即
ち
大
徳
寺
と
、「
学
問
」
の
五
山
と
い
う
捉

え
方
は
、
禅
文
化
を
育
む
基
本
的
な
あ
り
方
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
と

思
い
ま
す
。

「
学
問
」
の
五
山
に
展
開
し
た
五
山
文
芸
な
ど
は
、
禅
に
付
帯
し
た

文
化
性
が
育
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
参
禅
」
の
大
燈

禅
の
精
神
を
真
髄
或
い
は
根
本
と
し
て
育
ま
れ
た
「
道
」
文
化
が
大
徳


